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第
八
問
答
は
語
法
の
禁
止
の
具
体
的
方
法
を
明
か
す
も
の
で
あ
る
。

研
究
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第
七
問
答
で
「
須
ら
く
国
中
の
語
法
を
断
つ
べ
し
」
と
結
論
さ
れ
た
そ
の
方
法
は
、
か
え
っ
て
旅
客
に
「
誘
法
を
誠
む
る
に
似
て
、
既
に

禁
言
を
破
す
」
の
で
は
と
い
う
疑
問
を
持
た
せ
た
。
『
浬
葉
経
』
聖
行
品
の
教
説
に
従
え
ば
、
仏
禁
の
殺
生
戒
を
犯
す
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
『
大

柴
経
』
月
蔵
分
法
滅
尽
品
の
教
説
に
た
て
ば
、
一
切
の
僧
に
は
仏
の
子
と
し
て
供
養
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
仏
説
自
体
に
矛
盾
が
生

じ
、
誘
法
者
の
断
罪
と
禁
施
も
不
可
な
る
こ
と
を
、
提
婆
達
多
と
目
連
尊
者
の
故
事
を
先
例
と
し
て
あ
げ
て
反
論
す
る
の
で
あ
る
。

主
人
は
、
両
経
の
会
通
を
し
て
、
仏
の
子
の
僧
へ
の
砲
を
と
ど
め
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
だ
僧
の
う
ち
の
誘
法
者
へ
の
供
養
を
と
ど

め
る
、
即
ち
悪
兄
を
持
つ
者
に
対
し
て
砲
を
と
ど
め
る
と
主
張
し
、
こ
の
禁
砲
を
す
る
な
ら
「
皆
此
の
善
に
帰
せ
ば
何
な
る
難
か
並
び
起
り
、

何
な
る
災
か
競
い
来
ら
ん
」
と
結
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
旅
客
の
誘
者
禁
断
に
破
僧
殺
生
の
恐
れ
あ
り
と
の
非
難
に
対
し
、
そ
れ
は
布
施
供
養
を
、
止
め
る
を
以
て
当
面
の
禁
断
誘
法
の



方
法
を
と
る
こ
と
を
示
さ
れ
る
の
か
、
こ
の
第
八
問
答
で
あ
る
。

誘
法
を
悪
く
む
と
言
わ
れ
る
宗
祖
は
、
地
震
に
集
約
さ
れ
る
自
然
災
害
と
そ
れ
に
つ
ら
な
る
飢
饉
疫
病
の
社
会
的
人
災
が
連
関
し
て
ま
き

お
こ
っ
て
い
る
現
実
の
姿
に
、
今
日
の
仏
教
の
本
来
あ
る
べ
き
様
相
を
く
み
と
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
仁
王
経
』
『
浬
薬
経
』
等
の
悪

世
末
法
に
破
仏
破
国
の
因
縁
を
説
く
も
の
と
、
そ
の
邪
正
を
わ
き
ま
え
ず
に
信
奉
す
る
も
の
が
出
現
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
予
言
と
、
今
日

の
現
状
と
の
一
致
を
視
座
に
、
悪
比
丘
悪
法
の
究
明
が
な
さ
れ
た
。

そ
れ
は
「
唯
須
〈
凶
を
捨
て
て
善
に
帰
」
す
べ
き
で
あ
り
、
「
早
く
天
下
の
静
詮
を
恩
は
須
〈
国
中
の
語
法
を
断
つ
べ
」
さ
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
「
全
く
仏
子
を
禁
む
る
に
非
ず
唯
偏
へ
に
誘
法
を
悪
む
」
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
誘
法
を
重
視
し
て
「
悪
む
」
と
言
お
れ
る
宗

祖
の
姿
勢
に
、
宗
教
的
悪
業
の
指
摘
と
除
減
が
示
さ
れ
、
救
済
の
一
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

我
々
に
「
日
本
国
当
世
は
悪
国
か
破
法
の
国
か
と
し
る
べ
し
」
(
関
目
抄
)
と
言
お
れ
て
、
現
実
の
社
会
の
あ
り
様
を
考
え
る
べ
き
と
示
さ

れ
、
「
一
切
の
病
の
中
に
は
五
逆
罪
と
、
一
〇
聞
掟
と
、
語
法
を
こ
そ
お
も
き
病
と
は
仏
は
い
た
ま
せ
給
へ
。
今
の
日
本
国
の
人
は
一
人
も
な
く
極
大

重
病
あ
り
、
所
謂
大
語
法
の
重
病
也
」
(
妙
心
尼
御
前
御
返
事
)
と
い
う
よ
う
な
、
今
の
日
本
と
い
う
国
土
が
無
智
悪
人
の
国
土
に
充
満
す
る

と
き
で
な
く
、
邪
智
誘
法
の
者
の
多
い
と
き
と
の
現
実
的
認
識
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
末
代
の
機
が
五
逆
語
法
の
輩
で
し
か
あ
り

え
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
歴
史
的
社
会
的
様
相
か
ら
く
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
末
代
の
機
は
自
分
が
意
識
す
る
も
し
な
い
も
な
く
、

否
応
な
し
の
切
羽
つ
ま
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
末
代
に
は
五
逆
の
者
と
語
法
の
者
は
十
方
世
界
の
土
の
ご
と
し
と
み
へ
ぬ
」
(
法
門

可
申
抄
)

と
断
定
せ
る
言
葉
に
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
こ
の
「
諸
法
を
悪
む
」
と
言
わ
れ
る
姿
勢
の
中
に
、
先
に
引
用
し
た
『
妙
心
尼
御
前
御
返
事
』
や
「
十
悪
五
逆
に
す
ぎ
た
る
語
法
は

人
毎
に
こ
れ
あ
」
(
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
書
)
る
の
だ
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
五
逆
よ
り
語
法
を
よ
り
重
視
し
、
五
逆
を
問
題
に

し
な
い
姿
勢
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
『
顕
誘
法
妙
』
に
「
今
の
世
に
は
仏
ま
し
ま
さ
ず
。
し
か
れ
ば
出
仏
身
血
あ
る
べ
か
ら
ず
。
和
合
僧
な
け
れ
ば
破
和
合
僧
な
し
。
阿
羅
漢

な
け
れ
ば
殺
阿
羅
漢
こ
れ
な
し
。
但
殺
父
殺
母
の
罪
の
み
あ
り
ぬ
べ
し
。
し
か
れ
ど
も
王
法
の
い
ま
し
め
さ
び
し
く
あ
る
ゆ
へ
に
、
此
罪
を
か

し
が
た
し
。
若
爾
ら
ば
当
世
に
は
阿
鼻
地
獄
に
堕
つ
べ
き
人
す
く
な
し
」
と
い
う
理
由
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
五
逆
を
犯
す
べ
き
そ
の
も
の

が
無
く
、
阿
鼻
地
獄
に
お
ち
る
大
罪
と
い
っ
て
も
、
相
似
の
五
逆
は
問
題
に
出
来
て
も
、
末
法
の
今
日
に
お
い
て
は
そ
の
ま
ま
の
姿
で
は
問

題
に
し
よ
う
と
し
て
も
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
体
の
な
い
観
念
的
罪
意
識
と
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
更
に
飛
躍
し

て
言
え
ば
、
世
間
的
意
味
で
の
善
悪
や
倫
理
は
、
得
意
成
仏
か
堕
獄
か
の
現
実
的
切
迫
感
を
持
ち
か
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
『
開
日
抄
』
の
「
世
間
の
罪
に
依
て
悪
道
に
堕
る
者
は
瓜
上
の
土
、
仏
法
に
よ
っ
て
悪
道
に
堕
る
者
は
十
方
の
土
」
と
い
う
言
葉
が
よ
く
示
し

て
い
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
救
済
と
い
う
得
道
か
堕
獄
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
世
俗
的
倫
理
か
ら
の
考
察
は
否
定
は
出
来
ぬ
か
、
こ
こ
に
お
い
て
は
問
題

と
な
ら
ず
、
誘
法
を
我
々
が
い
か
に
断
ず
る
か
に
重
点
を
お
い
た
。

そ
れ
は
、
「
誘
法
の
相
貌
如
何
。
答
て
云
〈
、
天
台
智
者
大
師
の
梵
綱
経
の
疏
に
云
く
、
誘
者
背
也
云
去
。
法
に
背
く
が
語
法
に
て
は
あ
る
か
。

天
親
の
仏
性
論
に
云
〈
 
、
若
僧
背
等
雲
。
こ
の
文
の
心
は
正
法
を
人
に
捨
さ
す
る
が
語
法
に
て
あ
る
な
り
」
(
顕
誘
法
妙
)
と
示
す
よ
う
に
、

正
法
を
背
理
せ
し
め
る
姿
勢
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
故
に
誘
法
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
亦
、
五
逆
と
語
法
と
は
罪
の
軽
重
を
示
し
た

『
顕
語
法
妙
』
の

「
世
尊
五
逆
罪
と
破
法
罪
と
相
似
す
る
や
。
仏
舎
利
弗
に
告
た
ま
は
く
、
ま
さ
に
相
似
と
言
ふ
べ
か
ら
ず
。
所
以
は
い
か
ん
。
若

し
般
若
波
羅
蜜
を
破
れ
ば
即
ち
十
方
諸
仏
の
一
切
智
一
切
種
智
を
破
る
に
為
ん
ぬ
。
仏
宝
を
破
る
が
故
に
。
法
宝
を
破
る
が
故
に
。
僧
宝
を
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破
る
が
故
に
。
則
ち
世
間
の
正
兄
を
破
す
。
世
間
の
正
兄
を
破
れ
ば
…
…
・
」
と
い
う
一
文
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。
こ
の
語
法
が
仏
教
の

根
本
義
を
破
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
「
俄
悔
せ
る
語
法
の
罪
す
ら
五
逆
罪
に
千
倍
せ
り
。
況
や
俄
悔
せ
ざ

ら
ん
語
法
に
お
い
て
は
阿
鼻
地
獄
を
出
る
期
か
た
か
る
べ
し
(
『
顕
誘
法
紗
』
)
と
言
っ
て
「
誘
法
を
悪
む
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
誘
法
は
親
鸞
上
人
の
「
善
知
識
を
を
ろ
か
に
お
も
ひ
師
を
そ
し
る
も
の
を
ば
語
法
の
も
の
と
ま
ふ
す
な
り
」
(
末
燈
抄
)
の
よ

う
な
個
的
な
禁
し
め
と
は
違
っ
て
い
た
。

『
妙
法
比
丘
尼
御
返
事
』
に
「
今
日
本
国
す
で
に
大
語
法
の
国
と
な
り
て
他
国
に
や
ぶ
ら
る
べ
し
と
見
え
た
り
。
此
を
知
り
な
が
ら
申
さ
ず
ば
、

縦
ひ
現
在
は
安
穏
な
り
と
も
後
生
に
は
無
間
地
獄
に
堕
つ
べ
し
」
と
断
定
す
る
よ
う
に
、
語
法
と
い
う
こ
と
が
単
に
個
人
の
問
題
を
越
え
て
、

国
土
社
会
の
語
法
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
個
人
の
語
法
俄
悔
滅
罪
の
あ
り
方
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
的
な

俄
悔
や
正
法
受
持
の
み
で
あ
っ
て
は
克
服
で
き
ぬ
国
土
自
体
の
持
つ
「
所
謂
大
誘
法
の
重
病
」
に
思
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
直
視
認
識
を
要

求
し
、
そ
の
対
処
の
仕
方
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
『
秋
元
御
書
』
に
護
身
誘
家
護
国
の
三
語
法
が
示
さ
れ
、
「
我
等
誹
誘
正
法
の
国
に
生
れ
て
大
昔
に
値
は
ん
事
よ
。
設
ひ
誘
身
は
脱

る
と
云
ふ
と
も
誘
家
誘
国
の
失
い
か
ん
せ
ん
」
の
叙
述
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
個
人
を
こ
え
て
国
土
の
誘
法
と
救
済
を
問
題
に
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
国
土
の
誘
法
は
「
護
国
と
申
す
は
語
法
の
者
そ
の
国
に
住
す
れ
ば
其
の
一
国
皆
無
間
大
域
に
な
る
也
…
…
死

し
て
悪
道
に
堕
つ
る
に
は
あ
ら
ず
。
現
身
に
其
の
国
四
悪
道
と
変
ず
る
也
。
此
を
誘
国
と
申
す
」
(
秋
元
御
書
)
と
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
救
済
方
法
は
「
誘
国
の
夫
を
脱
れ
ん
と
恩
は
ぼ
、
国
主
を
諌
暁
し
奉
り
て
、
死
罪
か
流
罪
か
に
行
は
る
べ
き
也
」
(
秋
元
御
書
)
と
死
身

弘
法
を
説
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
開
目
抄
』
の
「
二
辺
の
中
に
は
い
ふ
べ
し
」

の
文
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
如
く
、
誘
国
の
夫
を
脱
れ
ん
た

め
現
状
の
四
悪
道
を
直
視
し
て
、
そ
の
対
処
を
示
す
仏
道
に
従
う
か
否
か
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
に
第
八
問
答
の
「
唯
偏
へ
に
誘
法
を
悪
む
也
…
:
一
切
の
衆
、
其
の
悪
に
施
さ
ず
、
皆
此
の
善
に
帰
せ
ば
…
:
」
の
意
と
結
び
つ
く

の
で
あ
ろ
う
し
、
第
九
問
答
の
「
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
」
の
世
界
へ
続
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
誘
国
の
認
識
と
そ
の
対
処
の
あ
り
方
の
関
係
は
、
「
国
土
の
盛
衰
を
計
る
こ
と
は
仏
鏡
に
は
す
ぐ
べ
か
ら
す
…
…
仏
法
に
付
き
て
国

も
盛
へ
人
の
寿
も
長
く
、
又
仏
法
に
付
て
団
も
ほ
ろ
び
、
人
の
寿
も
短
か
る
べ
し
」
(
神
国
王
御
書
)
と
い
う
相
関
関
係
を
も
た
ら
す
の
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
仏
の
受
領
如
何
ん
に
よ
っ
て
、
国
土
人
民
社
会
の
あ
り
方
も
変
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
仏
教
の
救
済
の
あ
り
方
が
通
途
の
仏
教
の
あ
り
方
と
は
違
っ
て
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
救
済
の
姿
が
、

個
自
身
の
み
の
救
済
よ
り
も
、
全
体
の
救
済
の
あ
り
方
並
び
に
そ
の
係
り
方
に
よ
っ
て
個
自
身
の
救
済
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

亦
、
そ
の
よ
う
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
宗
祖
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
同
じ
く
『
秋
元
御
書
』
に
日

蓮
此
の
禁
を
恐
る
る
故
に
、
国
中
を
責
め
て
候
程
に
、
一
度
な
ら
ず
流
罪
死
罪
に
及
び
ぬ
。
今
は
罪
も
消
え
、
過
脱
れ
な
ん
と
思
ひ
て
…
」

と
述
べ
ら
れ
る
言
葉
に
、
全
体
に
対
す
る
係
り
方
に
よ
っ
て
個
の
救
済
が
約
束
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

故
に
誘
身
誘
家
誘
国
の
三
誘
法
の
禁
断
も
、
た
だ
単
純
に
自
身
み
ず
か
ら
の
語
法
禁
断
-
家
の
語
法
禁
断
-
国
の
語
法
禁
断
へ
と
直

線
的
に
拡
大
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
誘
国
と
そ
の
対
処
の
あ
り
方
の
相
関
性
と
い
う
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
国
の
語
法
禁
断
に
係
れ

る
こ
と
が
返
っ
て
身
の
そ
れ
に
連
な
り
、
家
の
そ
れ
に
拡
が
り
、
身
の
そ
れ
に
係
わ
る
と
き
は
背
景
に
国
の
そ
れ
が
あ
ろ
う
。
所
謂
、
循
遠
的

な
様
相
を
示
す
か
、
ま
た
螺
旋
的
様
相
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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ま
た
『
神
国
王
御
書
』
の
相
関
関
係
を
、
言
葉
を
改
め
て
考
え
れ
ば
、
仏
法
が
正
法
と
し
て
働
け
ば
良
い
社
会
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
悪
法
と

し
て
な
ら
反
対
の
姿
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
見
れ
る
。

そ
れ
は
、
現
実
の
事
実
と
し
て
の
生
活
(
身
・
家
・
国
)
に
機
能
を



果
た
す
正
法
の
あ
り
方
を
考
え
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
第
八
問
答
の
「
此
の
善
に
帰
せ
ば
」

-
「
何
な
る
難
か
並
び
起
り
何
な
る

災
か
競
ひ
来
ら
ん
」
の
構
造
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
立
正
安
国
論
』
の
求
め
ん
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

伊
藤
仁
斎
の
『
語
盃
字
義
』
に
「
道
は
な
お
路
の
ご
と
し
。
人
の
往
来
通
行
す
る
ゆ
え
ん
な
り
」
と
あ
る
。
道
と
い
う
も
の
は
、
路
の
よ
う
に

人
が
通
っ
て
、
続
い
て
人
が
通
行
し
、
更
に
人
々
が
通
行
往
来
し
て
こ
そ
路
が
あ
り
つ
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
若
し
人
が
路
と
し
て
踏

み
続
け
な
け
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
。

正
法
が
正
法
と
し
て
存
在
し
続
け
る
に
は
、
正
法
を
行
じ
、
人
が
続
い
て
行
じ
、
そ
し
て
人
々
が
行
じ
続
い
て
い
っ
て
こ
そ
、
正
法
が
正
法

と
し
て
あ
り
つ
づ
け
ら
れ
る
。
若
し
人
々
が
正
法
を
行
じ
な
く
、
聖
典
と
い
う
書
籍
の
上
の
正
法
の
み
な
ら
、
宗
祖
の
「
語
法
を
悪
む
」
の

範
疇
に
入
る
の
で
は
な
い
か
。
正
法
の
路
を
消
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。


